
                          

に
行
わ
れ
て
い
た
。
石
炭
の
輸
出
量
は
、
明
治
十
三
年
が
上
海
（
六 

万
三
千
六
百
六
十
四
ト
ン
）、
天
津
（
六
千
五
百
七
十
一
ト
ン
） 

で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
九
年
に
は
、
三
十
五
万
ト
ン
と
な
っ
て
い 

る
。 

 

明
治
二
十
七
年
の
日
清
戦
争
後
は
、
船
舶
数
の
増
大
も
あ
っ
て 

口
之
津
か
ら
の
輸
出
量
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
明
治
四
十
年 

に
は
、
九
十
二
万
ト
ン
を
記
録
し
て
い
る
。（
表
3
） 

 

沖
永
良
部
や
与
論
な
ど
離
島
か
ら
の
人
夫
募
集
は
、
こ
う
し
た 

口
之
津
の
好
況
期
で
あ
る
明
治
三
十
年
代
に
お
い
て
集
中
的
に
行 

           

第
十
節 

出
稼
ぎ 

一 

口
之
津
へ
の
出
稼
ぎ 

 

沖
永
良
部
か
ら
長
崎
県
口
之
津
へ
の
第
一
回
の
集
団
移
住
（
出 

稼
ぎ
）
は
明
治
三
十
二
年
で
あ
る
。（
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
私
稿 

で
は
明
治
三
十
一
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
口
之
津
町
史
等
の
資
料 

に
よ
る
と
明
治
三
十
二
年
二
月
と
あ
る
。） 

 

移
住
の
人
数
は
百
六
十
四
名
で
団
長
は
沖
利
経
氏
で
あ
る
。
同 

年
十
二
月
に
は
、
土
持
政
照
氏
の
引
率
に
よ
り
二
百
名
が
口
之
津 

に
渡
っ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
明
治
六
年
に
「
燃
ゆ
る
石
」
と
し
て
発
見
さ
れ
た 

三
池
の
石
炭
は
、
当
初
瀬
戸
内
海
沿
岸
で
行
わ
れ
て
い
る
製
塩
の 

燃
料
用
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
石
炭
の
輸
出
は
明
治
九
年
ご 

ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
主
な
輸
出
先
は
中
国
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
あ 

り
、
輸
送
経
路
は
三
池
―
―
ロ
之
津
―
―
長
崎
―
―
上
海
の
よ
う 

      

わ
れ
た
。 

 

仕
事
は
、
口
之
津
港
に
お
け
る
石
炭
輸
出
船
の
船
積
み
人
夫
と 

し
て
で
あ
っ
た
。
当
時
、
有
明
海
は
浅
海
で
大
型
船
が
三
池
港
ま 

で
入
港
で
き
ず
、
炭
抗
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
石
炭
は
口
之
津
港
ま 

で
「
団
平
船
」
で
運
ば
れ
、
沖
積
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。 

 

沖
積
み
作
業
の
様
子
に
つ
い
て
、「
与
論
島
を
出
た
民
の
歴
史
」 

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
口
之
津
の
荷
役
は
大
牟
田
川
の
川
尻
か
ら
団
平
船
で
送
ら
れ 

て
き
た
石
炭
を
貯
炭
場
で
担
い
あ
げ
る
作
業
と
、
沖
に
仮
泊
し
て 

い
る
本
船
に
手
繰
り
で
債
み
込
む
沖
作
業
と
に
分
か
れ
て
い
た
。 

こ
の
沖
作
業
は
「
ヤ
ン
チ
ョ
イ
」
と
呼
ば
れ
た
。
起
重
機
も
ベ
ル 

ト
コ
ン
ベ
ア
も
な
い
時
代
な
の
で
み
な
手
繰
り
で
行
わ
れ
た
。 

 

本
船
と
団
平
船
と
を
大
き
な
は
し
ご
の
よ
う
な
階
段
で
連
結
さ 

せ
、
そ
の
階
段
の
上
に
二
列
に
人
々
は
並
び
、
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
さ 

な
が
ら
石
炭
を
送
り
上
げ
て
本
船
に
積
み
替
え
る
の
で
あ
る
。
団 

平
船
の
中
で
女
た
ち
が
カ
ガ
リ
と
呼
ぶ
ざ
る
に
石
炭
を
い
れ
る
。 

そ
れ
を
ヤ
ン
チ
ョ
イ
、
ヤ
ン
チ
ョ
イ
と
か
け
声
を
か
け
て
順
次
に 

上
へ
送
る
。
本
船
は
見
上
げ
る
よ
う
に
高
く
、
カ
ガ
リ
は
か
け
声 

と
共
に
送
り
上
げ
ね
ば
調
子
が
く
ず
れ
る
。
船
積
み
は
一
分
の
時 

間
も
惜
し
ん
で
、
一
昼
夜
連
続
作
業
な
ど
は
ざ
ら
で
あ
っ
た
。」 
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表2 口之津への出稼ぎ者数 

   年 月 出身地名 人数 引率者名 

  沖永良部島 164 沖 利経 

明治32年2月 与 論 島 240 東 元良 

  徳 之 島 
56 

上村荘之丞 

  甑    島 小段関ヱ門 

同 年 12月 沖永良部(和泊) 200 土持 政照 

明治33年12月 与  論  島 100 川西 行実 

明治34年 与 論 島 400 上野 応介 

  その他の島  々 100   

 

                          

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
生
煮
え
を
急
い
で
食
べ
て
出
る
こ
と
も
あ 

り
ま
し
た
。
天
草
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
唐
芋
は
牛
、
馬
の
飼 

料
だ
っ
た
と
あ
と
で
父
が
話
し
て
い
ま
し
た
。 

 

わ
た
し
は
十
四
歳
に
な
っ
て
仕
事
に
出
ま
し
た
。
三
合
だ
て
で 

十
二
銭
か
ら
十
八
銭
ま
で
も
ら
い
ま
し
た
。
大
人
は
三
十
五
銭
か 

ら
六
十
銭
の
間
で
し
た
。
部
長
さ
ん
は
一
升
五
合
（
著
者
注
、
一
・ 

五
人
分
の
意
）。
代
理
さ
ん
は
一
升
二
合
、
土
地
の
者
で
仕
事
の 

上
手
な
人
を
や
と
っ
て
仕
事
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
か 

ら
、
そ
の
先
生
に
は
二
升
。
女
の
一
人
前
は
七
合
で
す
。
で
も
芋 

代
や
米
代
、
ラ
ン
プ
の
油
代
を
引
か
れ
ま
す
か
ら
手
に
渡
る
金
は 

あ
る
か
な
し
で
し
た
」 

  

記
録
に
残
っ
て
い
る
、
沖
永
良
部
や
与
論
島
な
ど
か
ら
の
出
稼 

ぎ
数
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
島
か
ら
大
量
の
出
稼
ぎ
が
出
て
い
っ
た
と
い
う
こ 

と
に
は
大
き
な
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
の
一
つ
は
、
明
治
前
半
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
島
の 

封
鎖
性
が
く
ず
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
説
明
と
し
て
、 

九
学
会
連
合
が
実
施
し
た
調
査
報
告
書
「
奄
美
」
の
中
か
ら
「
明 

治
以
降
村
落
構
造
の
展
開
」
を
引
用
す
る
。 

 

続
い
て
、
同
書
か
ら
竹
ハ
ル
さ
ん
（
明
治
二
十
五
年
生
）
の
話 

を
紹
介
す
る
。 

 

「
船
に
出
た
ら
よ
く
徹
夜
が
あ
り
ま
し
た
。
入
港
し
た
外
国
船 

が
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
の
船
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
一
回
分
の 

べ
ん
と
う
だ
け
持
っ
て
出
ま
す
。
そ
う
す
る
と
大
き
な
船
だ
っ
た 

り
人
夫
の
数
が
足
り
な
か
っ
た
り
、
船
が
出
航
を
急
い
で
い
た
り 

で
徹
夜
に
な
り
ま
す
。
は
し
け
で
、
ま
た
次
の
べ
ん
と
う
を
取
り 

に
戻
る
ん
で
す
。
年
の
瀬
か
ら
元
旦
に
か
け
て
二
晩
徹
夜
で
作
業 

さ
せ
ら
れ
て
、涙
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。石
炭
は
順
送
り
で
す
か
ら
、 

誰
一
人
手
を
休
め
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
着
る
も
の
は
な
し
、 

布
団
は
な
し
、
み
ん
な
一
生
懸
命
に
な
っ
て
、
早
く
仕
事
が
上
手 

に
な
っ
て
、
食
べ
ら
れ
る
賃
金
を
稼
が
な
、
と
歯
を
く
い
し
ば
っ 

て
働
き
ま
し
た
。 

 

唐
芋
が
十
斤
で
二
銭
五
厘
、
太
い
の
は
五
銭
で
す
。
三
度
三
度 

芋
炊
き
で
す
。
一
日
お
き
に
賃
銭
前
借
り
し
て
唐
芋
買
い
に
行
き 

よ
り
ま
し
た
。
配
給
の
芋
で
は
足
り
な
い
か
ら
。 

 
米
は
唐
米
が
五
日
分
二
升
五
合
配
給
に
な
り
ま
し
た
。
配
給 

分
は
勿
論
、
賃
金
か
ら
引
い
て
あ
り
ま
し
た
。
唐
芋
は
二
十
斤
を 

五
日
分
と
し
て
配
給
さ
れ
ま
し
た
。
太
い
の
は
四
つ
に
切
っ
て
鍋 

で
煮
ま
す
け
ど
、
な
か
な
か
煮
え
ん
。
朝
四
時
に
起
き
て
炊
き
よ 

                   

「
本
島
の
農
業
経
営
は
、
そ
の
自
給
作
物
を
除
け
ば
、
黒
糖
生 

産
に
限
ら
れ
て
い
る
。藩
政
期
に
お
い
て
は
、い
う
ま
で
も
な
く
、 

藩
に
よ
る
絶
対
専
売
の
形
を
と
っ
て
い
た
が
、廃
藩
置
県
以
降
も
、 

旧
藩
の
保
護
会
社
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ 

れ
ら
鹿
児
島
商
人
は
、
正
副
戸
長
と
結
び
つ
き
、
島
産
の
全
生
産 

量
を
島
元
で
受
け
取
り
、
そ
の
な
か
か
ら
貢
租
充
当
分
（
一
斤
に 

つ
き
米
四
合
二
勺
と
換
算
）
な
ら
び
に
借
金
年
賦
返
納
分
を
、
自 

ら
の
手
で
内
地
上
納
し
、
作
徳
糖
分
（
生
産
者
取
分
）
を
一
斤
二 

表1 明治41年人夫の使用状況 

種 別 
人夫の種別 合 

計 土 着 移住者 

沖積人夫 709人 657人 1,366  

掻並人夫 187  0  187  

陸揚人夫 537  59  596  

雑貨揚卸 0  22  22  

合 計 1,433  738  2,171  

（三井港務所記録による） 
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銭
六
厘
六
毛
六
六
と
し
て
島
元
の
支
店
を
通
じ
て
、
物
品
な
い
し 

現
金
で
送
付
し
て
く
る
。
し
か
も
こ
の
間
、
運
賃
・
人
夫
賃
を
取 

り
、
そ
こ
で
利
潤
を
あ
げ
、
ま
た
島
民
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に 

か
か
わ
ら
ず
一
方
的
に
見
計
ら
っ
て
物
品
に
か
え
て
し
ま
う
。
こ 

の
よ
う
に
し
て
鹿
児
島
商
人
は
、
貨
幣
経
済
に
無
知
の
島
民
を
相 

手
に
、
往
復
の
利
潤
を
挙
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
島
方 

役
人
も
ま
た
、
そ
の
作
徳
代
金
の
な
か
か
ら
船
場
で
、
貢
納
と
年 

賦
返
上
分
の
高
を
差
引
き
、
か
く
し
て
は
じ
め
て
島
民
の
手
に
物 

品
な
い
し
現
金
が
入
っ
て
く
る
。
当
事
の
副
戸
長
の
役
目
は
、
も
っ 

ぱ
ら
こ
の
商
人
手
代
と
の
立
会
い
斤
目
計
量
や
帳
面
記
載
に
あ
た 

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
島
民
の
手
元
に
は
ほ
と 

ん
ど
利
潤
が
の
こ
ら
な
い
ば
か
り
か
、
貨
幣
の
形
で
は
ま
っ
た
く 

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
入
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
な
か
か
ら
不
満
の
声
が
お
こ
っ
て
く
る
の
は
当
然 

で
、
県
と
し
て
も
こ
れ
を
放
置
で
き
ず
、
明
治
十
一
年
五
月
県
令 

通
達
で
、
十
二
年
か
ら
の
製
糖
販
売
な
ら
び
に
物
品
買
入
れ
は
、 

従
来
の
商
社
に
限
ら
ず
約
定
取
結
し
て
よ
い
こ
と
、
ま
た
島
民
が 

姦
商
の
術
計
に
お
ち
い
る
危
険
を
防
ぐ
た
め
、
小
区
毎
に
二
名
づ 

つ
の
部
理
代
人
を
お
き
契
約
売
渡
に
立
会
わ
ぜ
る
こ
と
、
そ
の
部 

理
代
人
を
置
く
置
か
ぬ
、
な
い
し
官
選
に
す
る
か
民
選
に
す
る
か 

       

貨
幣
経
済
の
滲
透
は
、島
あ
る
い
は
部
落
の
封
鎖
性
を
く
ず
し
、 

明
治
二
〇
年
代
か
ら
出
稼
ぎ
労
働
が
開
始
さ
れ
る
。
西
原
で
は
、 

池
畑
池
島
（
明
治
四
年
生
）
が
十
八
歳
で
船
員
と
し
て
島
を
出
た 

の
を
き
っ
か
け
に
（
明
治
二
十
二
年
）、
二
十
年
代
に
は
、
四
人 

が
船
員
と
し
て
出
稼
ぎ
を
は
じ
め
た
。
明
治
末
年
に
い
た
る
と
北 

野
前
行
が
、
神
戸
の
川
崎
製
鋼
所
に
入
り
、
こ
の
関
係
か
ら
神
戸 

へ
の
出
稼
ぎ
が
は
じ
ま
り
、
大
正
初
年
に
は
十
名
を
数
え
た
。
こ 

の
場
合
島
と
の
関
係
が
切
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
送
金
す
る
も
の 

も
多
く
、い
ず
れ
は
帰
島
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。 

一
方
、
大
正
初
年
か
ら
は
女
子
の
出
稼
ぎ
が
は
じ
ま
り
、
大
阪
・ 

関
ケ
原
方
面
の
紡
績
女
工
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
紡
績
工
場
で 

二
～
三
年
働
い
て
か
ら
嫁
入
り
す
る
と
い
う
慣
行
す
ら
生
ず
る
ま 

で
に
一
般
化
し
た
。 

 

こ
う
し
て
離
島
し
う
る
と
い
う
条
件
は
、
現
金
収
入
源
を
外
に 

も
と
め
、
過
剰
労
働
力
を
排
出
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
ば
か 

り
で
な
く
、
貨
幣
経
済
の
滲
透
と
と
も
に
、
封
鎖
的
な
村
落
内
部 

の
搾
取
関
係
を
崩
壊
せ
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
ヤ
ン
チ
ュ 

ウ
」
と
い
わ
れ
る
奴
隷
的
労
働
力
を
使
用
し
て
の
手
作
り
経
営
が 

雇
用
労
働
に
切
り
か
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」 

 

は
島
民
の
希
望
の
多
い
方
に
す
る
こ
と
な
ど
を
、
正
副
戸
長
に
命 

じ
た
。 

 

一
方
、
地
租
改
正
は
、
十
三
年
春
丈
量
、
十
四
年
ま
で
に
地
価 

地
租
賦
定
帳
簿
の
整
理
を
完
了
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
請
負
賃 

金
の
こ
と
で
粉
糾
を
生
じ
、
大
審
院
に
上
告
す
る
な
ど
あ
っ
て
、 

十
六
年
春
か
ら
三
年
さ
か
の
ぼ
っ
て
実
施
し
た
。 

 

貨
幣
経
済
の
惨
透
は
、
明
治
の
十
年
代
後
半
に
部
落
の
中
に
も 

及
ぶ
が
、
こ
れ
は
同
時
に
高
利
貸
資
本
の
侵
人
を
も
意
味
す
る
。 

島
民
は
黒
糖
代
金
の
前
借
に
頼
り
、
し
か
も
災
害
な
ど
で
翌
年
に 

繰
越
す
状
態
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
利
子
が
三
割
に
も
及
ぶ
と 

い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
明
治
十
九
年
に
当
時
の
島
司
で
あ
っ
た
新 

納
中
三
が
島
民
の
た
め
鹿
児
島
商
人
よ
り
の
低
利
貸
金
を
計
っ
て 

失
敗
し
、
そ
こ
で
大
阪
商
人
阿
部
彦
太
郎
か
ら
月
八
朱
で
貸
出
さ 

せ
て
、
砂
糖
を
阿
部
に
売
却
す
る
方
針
を
た
て
た
が
、
鹿
児
島
商 

人
の
運
動
の
た
め
新
納
島
司
罷
免
、契
約
破
棄
に
い
た
っ
て
い
る
。 

黒
糖
代
金
の
前
借
は
そ
の
後
も
長
く
続
き
、
西
原
部
落
に
つ
い
て 

み
て
も
、
大
正
中
期
頃
に
は
土
地
の
集
中
を
も
惹
き
お
こ
す
に
い 

た
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
鹿
児
島
商
人
は
土
地
を
吸
い 

上
げ
、
そ
れ
を
よ
う
や
く
寄
生
化
し
つ
つ
あ
っ
た
部
落
内
地
主
に 

売
却
す
る
と
い
う
手
段
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
） 

       

残
り
の
一
つ
は
自
然
災
害
（
台
風
・
か
ん
ば
つ
）
で
あ
る
。
明 

治
三
十
一
年
八
月
、
沖
永
良
部
と
与
論
両
島
を
襲
っ
た
大
暴
風
雤 

は
島
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。「
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
」 

か
ら
当
時
の
様
子
を
み
る
と
。 

 

「
明
治
三
十
一
年
八
月
廿
七
日
、
非
常
な
る
暴
風
雤
に
て
人
家 

夥
し
く
破
壊
、
人
畜
死
傷
多
く
惨
状
を
極
む
南
方
最
も
激
烈
古
里 

よ
り
漸
次
軽
き
も
和
泊
に
於
て
も
破
壊
又
は
屋
根
吹
剥
れ
無
難
な 

る
僅
か
に
二
三
戸
内
城
村
豊
山
龍
助
数
百
年
前
の
建
築
た
り
し
五 

間
半
に
四
間
半
の
大
厦
も
破
壊
又
同
時
に
赤
痢
大
流
行
死
亡
多 

し
」 

 

と
あ
り
、
台
風
で
民
家
の
ほ
と
ん
ど
は
壊
れ
た
う
え
、
赤
痢
の 

大
流
行
に
襲
わ
れ
、
死
者
は
統
出
し
た
と
あ
る
。
一
家
全
員
が
罹 

病
し
、
飢
死
し
た
子
を
墓
穴
に
葬
る
力
さ
え
な
く
、
岩
陰
に
、
こ 

も
で
く
く
っ
て
捨
て
る
者
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
人
々
は
蘇
鉄
で 

飢
え
を
し
の
い
だ
。
蘇
鉄
は
幹
を
削
っ
て
澱
粉
を
と
る
が
、
毒
気 

が
多
い
の
で
何
回
も
洗
っ
て
沈
澱
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
力 

さ
え
乏
し
く
毒
気
に
当
た
っ
て
亡
く
な
っ
た
人
も
多
か
っ
た
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。 

 

同
年
の
十
一
月
に
は
、
日
根
野
侍
従
・
三
宅
参
事
官
・
福
山
大 

島
島
司
ら
が
沖
永
良
部
島
等
の
風
害
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
三 
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千
円
を
下
賜
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
後
、
福
山
島
司
は
災
害
援
助 

金
の
請
願
の
た
め
に
鹿
児
島
県
庁
に
知
事
を
訪
ね
、
た
ま
た
ま
人 

夫
募
集
の
た
め
に
来
訪
し
て
い
た
三
井
物
産
口
之
津
支
店
長
浅
野 

長
七
と
出
会
い
、
集
団
移
住
（
出
稼
ぎ
）
の
話
が
で
た
。 

 

「
与
論
島
ヨ
リ
口
之
津
出
稼
三
池
転
住
概
況
東
元
良
」
に
は
次 

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

「
明
治
三
十
一
年
、三
井
物
産
口
之
津
支
店
長
浅
野
長
七
殿
、 

鹿
児
島
県
甑

こ
し
き

島
ヨ
リ
人
夫
募
集
交
渉
ニ
鹿
児
島
県
庁
ニ
知
事
ヲ 

訪
問
セ
ラ
レ
タ
ル
際
、
大
島
島
司
モ
与
論
及
ビ
沖
永
良
部
両
島
ノ 

風
害
救
助
金
請
願
ノ
タ
メ
来
鹿
中
ナ
リ
シ
タ
メ
、
両
島
ヨ
リ
募
集 

セ
ラ
レ
テ
ハ
ト
ノ
相
談
ヲ
サ
レ
タ
ル
処
、
支
店
長
モ
快
諾
」 

 

こ
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ
て
、
盛
況
を
も
た
ら
し
た
口
之
津
で 

の
荷
役
の
仕
事
も
、
明
治
四
十
二
年
の
三
池
港
の
完
成
に
よ
り
、 

荷
役
の
仕
事
は
三
池
に
移
り
、
石
炭
の
積
み
込
み
量
は
急
減
し
て 

い
っ
た
。 

 

明
治
四
十
三
年
は
十
四
万
ト
ン
で
最
盛
期
で
あ
る
明
治
四
十
年 

の
九
十
二
万
ト
ン
の
約
七
分
の
一
と
な
っ
て
お
り
、
大
正
に
入
る 

と
さ
ら
に
減
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
明
治
四
十
二 

年
か
ら
人
夫
の
過
剰
の
問
題
が
起
き
、
会
社
の
説
得
に
よ
り
大
牟 

田
へ
移
住
す
る
者
、あ
る
い
は
島
へ
送
還
さ
れ
る
者
に
分
か
れ
た
。 

                          

         

沖
永
良
部
へ
送
還
さ
れ
た
者
は
六
十
二
人
で
あ
る
。
出
稼
ぎ
人 

数
は
尐
な
く
と
も
三
百
数
十
人
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
残
り 

の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
現
地
で
の
仕
事
が
き
つ
い
こ
と
や
、
土 

着
人
夫
と
の
給
与
の
格
差
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
口 

之
津
に
定
着
せ
ず
逃
げ
だ
し
た
り
し
て
、
長
崎
で
造
船
関
係
の
仕 

事
に
つ
い
た
り
、
鹿
児
島
市
に
戻
り
、
そ
こ
で
船
員
に
な
り
阪
神 

方
面
に
流
れ
て
い
く
者
、
ま
た
、
種
子
島
の
事
情
を
聞
い
て
島
に 

渡
る
者
な
ど
に
分
か
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
与
論
島 

の
出
身
者
は
、
そ
の
ま
ま
、
口
之
津
や
大
牟
田
で
現
在
も
共
同
体 

的
結
集
を
持
続
し
て
い
る
と
い
う
。 

       

二 

種
子
島
へ
の
移
住 

 

種
子
島
西
之
表
市
国
上
地
区
に
は
、
沖
永
良
部
島
か
ら
の
移
住 

者
が
桜
園
と
白
石
お
よ
び
上
之
古
田
の
三
つ
の
部
落
で
生
活
を
営 

ん
で
い
る
。
昭
和
五
十
九
年
八
月
現
在
の
沖
永
良
部
出
身
者
人
口 

は
、
白
石
が
五
十
七
戸
（
百
五
十
一
名
）、
桜
園
が
三
十
九
戸
（
九 

十
七
名
）
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
ほ
と
ん
ど
が
和
泊
町
国
頭
集
落
の
出
身
で
あ
り
、
種
子 

島
に
は
、
沖
永
良
部
の
ほ
か
多
く
の
地
域
か
ら
移
住
が
行
わ
れ
て 

お
り
、
さ
な
が
ら
移
民
の
島
と
い
え
る
。 

 

主
な
出
身
地
は
、
桜
島
・
甑
島
・
与
論
島
・
徳
之
島
な
ど
で
あ 

る
。
移
住
の
原
因
と
し
て
は
、
台
風
災
害
や
桜
島
の
大
爆
発
な
ど 

自
然
災
害
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
主
な
移
住
部
落
名
は
次
図
の
と 

お
り
で
、
出
身
地
名
は
（
表
4
）
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

種
子
島
が
こ
れ
ら
多
く
の
移
住
民
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
次
の 

よ
う
な
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
。ま
ず
、一
、 

気
候
が
温
暖
で
土
地
が
広
い
割
に
人
口
が
尐
な
く
、
し
か
も
土
壌 

が
豊
か
で
農
業
に
適
し
て
い
る
。
二
、
砂
鉄
が
多
く
海
岸
線
は
長 

く
、
製
塩
に
適
し
て
お
り
、
砂
鉄
で
農
器
具
を
製
造
し
、
製
塩
を 
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表3  口之津港石炭輸出調 

年次 輸 出 量 

明 11 9,800トン  

13  ◎70,000 

15 74,000  

19 184,000  

23 240,000  

31 420,000  

35 610,000  

40 920,000  

43 140,000  

大 5 140,000  

11 38,000  

(三井船舶八十年史 三井港務

所五十年史による) 

 

表４ 西之表市にある移住部落名と出身地 
 

移住部落名 出身地名 年度 戸数 備考 

国 上 久 保 田 坊 之 津 明治19年 19戸   

安城立山の野木 徳 之 島 
明治28年 
(明治24年？) 25戸   

  安城立山の芦野 

安城立山の芦野 
安城立山の植松 

安城立山の高山 
安城立山の御牧 

国上上之古田 
国 上 白 石 

国 上 桜 園 

香 川 県 

与 論 島 
与 論 島 

与論、鹿児島市 
甑  島 

沖永良部島 
沖永良部島 

沖永良部島 

明治30年 

終戦後 
終戦後 

終戦後 
明治18年 

明治32年 
昭和2年移転 

昭和10年移転 

10戸 

20戸 
17戸 

17戸 
15戸 

数十戸 
24戸 

15戸 

  
  
  
  
  
  
  
  

国 上 桜 園 

西 之 表 桃 園 
西 之 表 竹 鶴 

古 田 平 松 
古 田 大 枯 木 

古 田 屋 久 川 
安 城 中 割 

安城野木小野 
伊 関 又 延 

古 田 番 屋 峯 

桜   島 

桜   島 
桜   島 

桜   島 
桜   島 

桜   島 
桜   島 

桜   島 
静 岡 県 

静 岡 県 

大正3年 

大正3年 
大正3年 

大正3年 
大正3年 

大正3年 
大正3年 

大正3年 
明治37年 

明治42年 

86戸 

35戸 
13戸 

25戸 
5戸 

21戸 
135戸 

26戸 
数戸 

  

529人 

207人 
68人 

164人 
27人 

124人 
863人 

211人 
  

3人 
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や
れ
ば
自
給
生
活
が
可
能
で
あ
る
。
三
、
最
も
大
き
な
利
点
は
同 

島
の
住
民
に
排
他
意
識
が
全
く
な
か
っ
た
こ
と
で
、
特
に
鹿
児
島 

に
お
い
て
一
般
的
に
ヨ
ソ
モ
ン
排
斥
の
気
風
が
強
い
が
、
種
子
島 

は
例
外
で
あ
っ
た
。 

 

和
泊
町
か
ら
の
最
初
の
移
住
者
は
「
轟
木
カ
ネ
」
で
明
治
二
十 

六
年
ご
ろ
と
い
わ
れ
る
。
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
・
入
植 

当
時
の
上
之
古
田
部
落
の
状
況
に
つ
い
て
「
種
子
島
研
究
（
種
子 

島
高
校
郷
土
研
究
部
）」
の
聞
き
取
り
調
査
結
果
が
あ
る
。 

「 
 
 

上
之
古
田
部
落 

話
者 
轟
木 

晃（
大
正
十
一
年
生
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

末
川
綱
吉（
明
治
四
十
二
年
生
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
下
愛
三（
昭
和 

 

三
年
生
） 

 
 

部
落
の
名
称
由
来 

 

当
時
住
ん
で
い
た
人
た
ち
は
、
古
田
部
落
と
呼
ん
で
い
た
が
、 

古
田
校
区
の
古
田
と
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
、
戦
後
に
な
っ
て
か 

ら
上
之
古
田
と
つ
け
た
ら
し
い
。
ま
た
一
つ
に
は
、
塩
炊
き
を
し 

て
い
た
場
所
に
古
桶
と
い
う
所
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
が
な
ま
っ
て 

古
田
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。 

 
 

入
植
時
の
事
情 

 

明
治
十
年
頃
、
種
子
島
の
西
之
表
の
人
で
あ
る
宇
辰
岩
女
は
、 

沖
永
良
部
の
国
頭
に
渡
り
、
そ
こ
で
キ
ツ
ネ
の
皮
を
つ
か
っ
て
村 

      

だ
道
も
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
う
い
け
ば
よ
い
の
か
も
人
に
聞 

く
か
、
自
分
で
行
け
る
所
ま
で
行
っ
て
み
る
し
か
な
い
と
い
っ
た 

よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
今
日
の
よ
う
に
軽
い
気
持
ち
で
西 

之
表
か
ら
国
上
へ
と
は
行
け
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
頃
の
上
之
古
田
に
は
福
太
郎
さ
ん
の
他
に
、
野
木
之
平
の 

人
（
尐
数
で
は
あ
る
が
）
も
塩
炊
き
を
し
な
が
ら
住
ん
で
い
た
。 

 

明
治
三
十
四
年
に
な
る
と
、
カ
ネ
さ
ん
の
四
人
の
息
子
の
う
ち 

の
一
人
が
、
沖
永
良
部
の
親
戚
の
も
と
へ
会
い
に
行
っ
た
。
ち
ょ 

う
ど
そ
の
頃
、
島
の
人
々
は
台
風
の
被
害
に
よ
り
苦
し
い
生
活
を 

強
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
様
子
を
目
に
し
た
彼
が
島
民
に
、『
種 

子
島
は
、作
物
に
不
自
由
し
な
い
島
だ
。』と
話
し
て
聞
か
せ
る
と
、 

そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
深
見
さ
ん
一
家
が
、
種
子
島
に
移
住
す 

る
こ
と
を
決
意
し
、
カ
ネ
さ
ん
の
息
子
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
。 

 

ま
た
、
明
治
三
十
七
年
に
な
る
と
、
長
崎
へ
石
炭
の
積
み
荷
お 

ろ
し
の
出
か
せ
ぎ
に
出
て
い
た
沖
永
良
部
の
人
は
、
そ
こ
に
来
て 

い
た
種
子
島
の
人
に
島
の
よ
さ
を
聞
き
そ
こ
で
仕
事
を
終
わ
る 

と
、
家
族
と
も
ど
も
島
に
移
住
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
十
年
間
に 

長
崎
・
沖
永
良
部
の
人
々
が
移
り
住
む
よ
う
に
な
り
、昭
和
二
年
、 

他
の
部
落
に
分
か
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
、
四
十
戸
に
増
え
て
い 

た
。そ
の
頃
の
上
之
古
田
の
土
地
は
、ほ
と
ん
ど
が
山
や
荒
野
で
、 

の
子
供
た
ち
相
手
に
そ
の
日
そ
の
日
の
暮
し
を
た
て
る
旅
芸
人
と 

し
て
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
島
で
は
赤 

痢
が
は
や
り
、
岩
女
も
そ
れ
に
か
か
り
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き 

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
轟
木
喜
之
助
・
カ
ネ
夫
婦
は
み
る
に
み 

か
ね
て
彼
女
の
世
話
を
来
る
日
も
来
る
日
も
し
て
い
た
が
、
看
病 

の
か
い
も
な
く
岩
女
は
亡
く
な
っ
た
。 

 

生
前
、宇
辰
岩
女
は
轟
木
夫
婦
に
、種
子
島
は
良
い
所
で
あ
り
、 

自
分
が
亡
く
な
っ
た
ら
自
分
の
竹
を
郷
里
種
子
島
へ
届
け
て
欲
し 

い
と
い
う
遺
言
を
残
し
て
い
た
の
で
、
三
年
し
て
か
ら
夫
婦
は
骨 

を
届
け
に
種
子
島
の
親
戚
の
も
と
へ
や
っ
て
き
た
。
明
治
三
十
年 

頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
親
戚
は
現
在
種
子
島
実
業
高
等 

学
校
の
付
近
に
住
ん
で
い
た
。 

 

カ
ネ
夫
婦
は
、
沖
之
永
良
部
を
た
つ
と
き
、
種
子
島
に
永
住
す 

る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
の
で
、
最
初
は
野
首
部
落
で
生
活
し
て 

い
た
。
し
か
し
カ
ネ
さ
ん
は
沖
永
良
部
で
生
ま
れ
育
っ
た
た
め
、 

言
葉
に
ど
う
し
て
も
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
毎
日
が
苦
し
み
の
連 

続
だ
っ
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
風
の
便
り
に
古
田
（
現
在
の
上
之 

古
田
）
に
福
太
郎
と
い
う
大
島
の
人
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と 

を
聞
い
た
の
で
、
尐
し
で
も
言
葉
の
通
じ
る
人
の
い
る
所
が
よ
い 

と
い
う
こ
と
で
、
上
之
古
田
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
は
ま 

      

作
物
は
尐
し
し
か
と
れ
な
い
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、 

人
々
は
、
海
岸
沿
い
の
大
崎
原
（
牧
）
で
塩
炊
き
を
し
て
、
そ
の 

と
れ
た
塩
で
尐
な
い
な
が
ら
も
収
入
を
得
て
い
た
。
塩
を
炊
く
鍋 

は
ブ
リ
キ
板
を
一
間
四
方
、
高
さ
三
尺
に
切
り
、
そ
れ
を
は
り
つ 

け
た
簡
単
な
鍋
で
あ
り
、
そ
の
中
で
二
日
間
海
水
を
炊
き
つ
め
て 

い
た
。 

 

上
之
古
田
の
人
た
ち
は
、
そ
の
採
れ
た
塩
を
籠
に
入
れ
て
、
頭 

に
の
せ
、
海
岸
か
ら
村
へ
行
く
急
な
坂
道
を
、
た
だ
ひ
た
す
ら
無 

心
に
登
り
、
寺
之
門
や
国
上
中
目
方
面
で
粟
・
麦
な
ど
と
交
換
し 

て
い
た
。
ま
た
あ
る
時
は
、
西
之
表
へ
馬
の
背
に
乗
せ
て
売
り
に 

行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。そ
の
頃
は
塩
一
升
が
三
銭
の
時
代
だ
っ
た
。 

 

そ
の
他
に
、
漁
業
と
し
て
、
五
葉
松
を
使
用
し
た
丸
木
舟
を
造 

り
、ト
ビ
ウ
オ
や
テ
ン
グ
サ
を
採
っ
て
生
活
の
足
し
に
し
て
い
た
。 

 

大
正
三
年
に
な
る
と
、
神
戸
の
酒
屋
を
し
て
い
た
商
人
で
あ
る 

高
田
三
郎
氏
が
、
上
之
古
田
の
土
地
を
買
い
上
げ
て
い
た
。
そ
れ 

で
住
民
は
一
同
立
ち
の
き
を
命
ぜ
ら
れ
、
昭
和
二
十
一
年
の
政
府 

の
農
地
改
革
で
払
い
下
げ
て
も
ら
う
ま
で
、
上
之
古
田
と
い
う
一 

つ
の
部
落
は
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
に
入
植 

の
許
可
が
出
さ
れ
た
の
で
、
二
十
三
年
か
ら
尐
し
ず
つ
移
り
は
じ 

め
た
。
そ
し
て
二
十
四
年
に
二
十
七
戸
で
上
之
古
田
部
落
と
し
て 
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組
織
さ
れ
た
。
ま
た
二
十
七
戸
と
い
う
の
は
、
野
木
之
平
か
ら
十 

四
戸
、白
石
か
ら
十
二
戸
、残
り
一
戸
は
他
の
部
落
の
人
だ
っ
た
。 

 

そ
の
頃
の
家
は
、
掘
っ
建
て
長
屋
で
、
一
軒
屋
を
一
家
族
ず
つ 

区
切
っ
て
細
々
と
暮
ら
し
て
い
た
。
生
業
と
し
て
は
漁
業
が
主
で 

あ
り
、
副
業
と
し
て
炭
焼
き
や
、
さ
つ
ま
い
も
・
麦
・
さ
と
う
き 

び
な
ど
を
作
り
生
活
し
て
い
た
。
最
初
は
全
体
的
に
苦
し
い
日
々 

が
続
い
た
。
そ
の
た
め
苦
労
し
て
作
っ
た
さ
つ
ま
い
も
に
実
が
で 

き
、
そ
れ
を
堀
り
お
こ
し
た
時
、
そ
れ
を
見
て
『
こ
れ
で
家
族
の 

命
が
継
げ
る
』
と
言
っ
て
、
ほ
お
ず
り
を
し
て
喜
ん
だ
こ
と
も
あ
っ 

た
。
ま
た
日
雇
い
と
し
て
地
主
の
所
に
鍬
と
弁
当
を
持
参
し
て
、 

働
き
に
行
き
、
生
活
費
を
か
せ
い
で
い
た
人
も
い
た
。 

 

昭
和
三
十
年
代
に
入
る
と
食
料
事
情
は
や
や
豊
か
に
な
っ
て
き 

た
が
、四
十
年
に
入
っ
て
か
ら
は
現
金
収
人
が
尐
な
か
っ
た
た
め
、 

出
か
せ
ぎ
に
出
る
人
も
多
く
な
っ
て
き
た
。」 

  

と
こ
ろ
で
、
桜
島
や
下
甑
島
か
ら
の
移
住
者
に
つ
い
て
は
、
国 

や
県
の
援
助
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
が
、
沖
永
良
部
か
ら
の
移
住
者 

は
こ
の
よ
う
な
公
費
も
な
く
、
し
か
も
特
別
な
指
導
者
も
な
く
定 

着
す
る
ま
で
大
変
苦
労
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
白
石
部
落
に 

在
住
す
る
新
里
仲
前
氏
（
当
時
部
落
会
長
）
は
、
当
時
の
事
情
を 

      

植
え
て
生
活
し
て
い
た
。
ま
た
塩
炊
き
、
丸
木
船
に
よ
る
漁
業
も 

盛
ん
で
あ
っ
た
。 

 

白
石
部
落
が
出
来
上
が
っ
た
九
年
後
に
、
部
落
の
松
を
三
百
円 

で
売
り
、
国
上
校
区
民
へ
の
借
金
を
よ
う
や
く
支
払
う
こ
と
が
で 

き
た
。
残
り
の
五
十
円
は
白
石
部
落
青
年
団
活
動
資
金
と
し
て
、 

部
落
の
発
展
の
た
め
に
寄
付
さ
れ
た
。
そ
し
て
祖
先
の
地
で
あ
る 

沖
之
永
良
部
国
頭
に
祭
ら
れ
て
あ
る
、
く
る
ま
だ
け
神
杜
を
分
社 

し
て
も
ら
い
、部
落
民
の
心
の
支
え
と
し
て
祭
り
今
日
に
至
っ
た
。 

 

現
在
、
祖
先
の
功
を
た
た
え
る
『
移
住
記
念
の
歌
』
も
で
き
、 

毎
年
十
月
に
移
住
記
念
祭
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、
祖
先
の
苦
労
を 

          

次
の
よ
う
に
語
っ
た
。（「
種
子
島
研
究
」） 

「 
 
 
 

白
石
部
落 

話
者 

新
里
仲
前（
明
治
三
十
三
年
生
） 

 
 

入
植
時
の
事
情 

 

大
正
三
年
に
高
田
三
郎
氏
か
ら
、
た
ち
の
き
を
命
じ
ら
れ
た
上 

之
古
田
の
四
十
戸
の
う
ち
十
五
戸
は
、
桜
園
の
土
地
を
買
っ
て
桜 

園
へ
移
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
残
り
の
二
十
五
戸
は
他
に
土
地 

を
買
お
う
に
も
買
え
ず
、
途
方
に
暮
れ
て
そ
の
ま
ま
上
之
古
田
に 

残
っ
て
い
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
正
十
三
年
に
国
上
中
目 

の
河
内
道
彦
氏
の
斡
旋
に
よ
っ
て
、
官
有
地
で
あ
っ
た
白
石
の
土 

地
（
一
町
六
反
）
を
、
二
百
五
十
円
で
買
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ 

の
二
百
五
十
円
も
河
内
氏
の
取
り
計
ら
い
で
国
上
校
区
の
人
た
ち 

か
ら
十
年
契
約
で
借
り
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
年
に
県
に 

白
石
部
落
と
し
て
申
請
し
、
大
正
十
五
年
に
許
可
さ
れ
、
よ
う
や 

く
白
石
部
落
と
し
て
の
基
礎
が
ほ
ぼ
固
ま
り
、
昭
和
二
年
に
、
上 

之
古
田
に
留
ま
っ
て
い
た
二
十
五
戸
も
移
り
住
む
こ
と
が
で
き 

た
。
土
地
の
配
分
は
く
じ
で
順
番
を
決
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の 

希
望
す
る
場
所
を
選
ん
で
、
自
分
の
土
地
と
し
て
雑
木
が
生
い 

茂
っ
て
い
た
原
野
の
開
墾
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
優
先
的
に
、
宅
地 

近
く
に
畑
の
あ
る
人
は
、
そ
の
畑
を
も
ら
い
う
け
る
こ
と
も
で
き 

た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
開
墾
さ
れ
た
畑
に
主
に
さ
つ
ま
い
も
を 

      

ね
ぎ
ら
っ
て
い
る
。」 

  

次
の
文
章
は
、
昭
和
三
年
に
当
時
県
会
議
員
（
第
三
代
和
泊
村 

長
）
で
あ
っ
た
沖
元
綱
氏
が
出
納
検
査
の
た
め
に
同
島
を
訪
れ
、 

そ
の
折
、
和
泊
か
ら
の
移
住
民
の
生
活
お
よ
び
農
業
等
の
状
況
に 

つ
い
て「
月
刉
奄
美
大
島
」に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
一
部
で
あ
る
。 

「 
 

和
泊
村
移
住
民
の
状
況 

 

公
務
の
余
暇
を
繰
り
合
わ
せ
て
視
察
し
た
の
で
、
郡
移
住
民
の 

総
て
に
亘
っ
て
な
す
ひ
ま
は
な
か
っ
た
。
西
之
表
町
大
字
国
上
に 

は
和
泊
村
大
字
国
頭
出
身
者
を
主
と
し
六
十
三
戸
、
三
百
八
十
人 

が
移
住
し
、国
上
の
桜
園
及
び
白
石
の
二
部
落
に
分
か
れ
て
い
る
。 

 

桜
園
で
も
白
石
で
も
、
約
六
十
人
ず
つ
の
郷
人
が
集
ま
っ
て
、 

私
を
迎
え
て
く
れ
、色
々
談
話
を
交
換
し
、彼
等
の
状
況
を
聞
き
、 

又
歴
訪
し
て
実
地
に
状
況
を
視
察
し
た
が
、
一
言
に
し
て
評
せ
ば 

皆
立
派
な
農
家
と
し
て
生
活
し
て
居
る
。
家
庭
の
設
備
、
麦
俵
や 

唐
芋
や
薪
の
貯
え
、
牛
馬
小
屋
の
整
理
な
ど
、
日
本
の
農
民
と
し 

て
立
派
な
生
計
を
営
ん
で
い
る
。
農
産
収
入
に
は
、
陸
稲
・
麦
・ 

粟
・
甘
藷
・
馬
鈴
薯
な
ど
が
あ
り
、
雤
の
時
に
は
縄
を
な
い
、
炭 

俵
を
編
み
、
又
海
に
豊
富
な
て
ん
ぐ
さ
・
ふ
の
り
・
な
が
ら
み
（
あ 

わ
び
の
一
種
）・
い
わ
し
・
た
づ
く
り
な
ど
の
魚
介
・
藻
類
を
採 
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集
し
、
山
に
海
に
生
産
豊
富
で
生
活
は
楽
で
あ
る
。
あ
る
主
婦
た 

ち
に
『
郷
里
と
こ
こ
と
ど
ち
ら
が
暮
し
よ
い
か
』
と
た
ず
ね
る
と 

『
郷
里
で
は
柴
を
焚
く
が
、
こ
こ
で
は
薪
を
焚
く
、
そ
れ
だ
け
で 

も
郷
里
よ
り
か
ま
し
で
』
と
種
子
島
を
賛
美
し
て
居
る
。
彼
等
は 

何
れ
も
種
子
島
に
骨
を
埋
め
る
決
心
で
一
時
的
で
な
い
。
子
々 

孫
々
永
住
の
地
と
定
め
、
墓
所
も
持
っ
て
い
る
。 

 

郷
里
国
頭
部
落
民
の
信
仰
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
『
ふ
う
に
ち 

じ
』
と
称
す
る
祠
堂
の
分
霊
を
祭
り
、
国
頭
岬
の
浄
石
を
運
ん
で 

神
体
と
し
崇
拝
し
て
い
る
。
祠
前
に
鳥
居
を
建
て
、
桜
を
植
え
、 

境
内
の
手
水
鉢
は
一
里
余
り
の
海
岸
か
ら
大
石
を
運
ん
で
造
り
、 

又
白
砂
を
撒
い
て
清
め
て
居
る
。
春
秋
の
お
祭
り
に
は
部
落
挙
っ 

て
集
ま
り
土
俵
を
築
い
て
角
力
に
興
ず
る
な
ど
唯
一
の
娯
楽
日
と 

な
っ
て
い
る
。』 

 

和
泊
か
ら
の
移
住
者
へ
の
土
地
の
分
譲
に
際
し
て
は
、
沖
元
綱 

氏
の
功
績
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。 

 

ま
た
、
国
上
の
白
石
に
は
沖
永
良
部
か
ら
の
移
住
の
先
陣
を 

切
っ
た
轟
木
カ
ネ
さ
ん
の
碑
と
移
住
記
念
碑
が
昭
和
三
年
に
建
立 

さ
れ
て
お
り
、
次
に
こ
の
記
念
碑
文
の
写
し
と
桜
園
に
あ
る
久
留 

真
嶽
神
社
の
謝
恩
碑
写
し
、
そ
れ
に
「
白
石
部
落
移
住
記
念
の 

歌
」
の
歌
詞
を
記
す
。 

       

位
置
は
、
部
落
の
中
央
か
ら
北
の
は
ず
れ
に
あ
り
、
下
か
ら
六 

十
六
段
登
る
と
間
口
三
間
、
奥
行
二
間
の
本
殿
が
あ
る
。
本
殿
の 

右
横
に
謝
恩
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
裏
書
き
を
そ
の
ま
ま 

書
き
写
す
。 

 

「
我
が
故
郷
沖
永
良
部
島
ハ
土
地
狭
隘
山
岳
尐
ナ
ク
毎
年
襲
来 

 

ノ
暴
風
ニ
潮
沫
飛
散
、
全
島
ヲ
浴
セ
諸
作
枯
死
シ
饑
饉
ヲ
常
ト 

 

ス
明
治
二
十
七
年
以
来
続
イ
タ
凶
作
ニ
食
ヲ
蘇
鉄
ニ
求
ム
。
悪 

 

疫
蔓
延
悲
惨
困
窮
絶
頂
ニ
達
ス
。 

 
 

頃
ハ
明
治
二
十
八
年
轟
木
カ
ネ
女
史
ハ
西
之
表
生
レ
宇
辰
岩 

 

女
ヨ
リ
種
子
島
ハ
安
楽
ノ
地
ト
聞
キ
独
り
意
ヲ
決
シ
、
種
子
島 

 

ニ
渡
り
、
生
活
ノ
道
ヲ
拓
ケ
リ
。
土
地
肥
沃
諸
作
豊
富
ニ
シ
テ 

 

斯
ル
天
恵
ノ
地
ニ
辿
着
セ
シ
ヲ
喜
ビ
親
戚
知
人
ヲ
招
キ
今
日
一 

        

           
 
 

移 

住 

記 

念 

碑 

 
 
 
 

一
、
国
上
白
石
の
沖
永
良
部
島
移
住
記
念
碑 

 

故
郷
沖
永
良
部
人
稠
地
薄
明
治
三
十
二
年
遂
棄
桑
梓
移
於
上 

古
田
大
正
十
三
年
七
月
二
十
五
日
為
白
石
官
有
地
借
地
請
願
同 

十
五
年
七
月
二
日
得
許
可
即
刈
耕
棘
開
草
菜
以
為
永
住
之
地
戸 

数
二
十
四
也
此
間
河
内
道
彦
君
翰
旋
頗
力
今
相
議
建
碑
紀
焉
後 

世
子
孫
応
弗
忘
君
之
高
義
先
人
之
努
力 

 

昭
和
三
年 

七
月
二
日
建
立 

  
 

久
留
真
嶽
神
社
に
つ
い
て 

      

部
落
卜
成
レ
リ
。 

 

昭
和
三
年
五
月
大
島
郡
選
出
県
会
議
員
参
事
会
員
沖
元
綱
翁 

ハ
職
務
ノ
タ
メ
当
地
ニ
御
出
来
序
郷
里
同
胞
ノ
居
住
ヲ
聞
キ 

態
々
御
来
訪
視
察
セ
ラ
レ
吾
等
ノ
土
地
所
有
皆
無
ニ
シ
テ
浮
草 

同
様
ノ
生
活
ニ
悲
嘆
シ
当
時
桜
島
爆
発
羅
災
民
移
住
地
餘
地
ヲ 

耕
作
生
活
セ
ル
悲
惨
ナ
ル
吾
等
救
助
ニ
志
シ
熱
涙
ヲ
以
テ
県
会 

ニ
陳
述
当
局
ニ
善
処
ヲ
促
シ
寝
食
ヲ
忘
レ
訣
地
分
譲
ニ
努
力
セ 

ラ
レ
タ
リ
。
当
局
翁
ノ
意
ヲ
諒
ト
シ
拾
数
回
詳
細
ナ
ル
調
査
ヲ 

了
シ
同
十
年
六
月
土
地
所
有
権
譲
渡
ノ
有
難
キ
恩
恵
ニ
浴
セ
リ 

 

如
斯
吾
等
ハ
種
子
島
ニ
渡
り
子
孫
繁
栄
シ
生
活
安
定
セ
シ
ハ 

之
御
両
氏
ノ
賜
ニ
シ
テ
永
久
謝
恩
セ
ン
為
メ
玆
ニ
碑
ヲ
建
設
ス 
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昭
和
十
四
年
旧
一
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
こ
の
久
留
真
嶽
神
社
は
、
沖
永
良
部
島
の
和
泊
町
国
頭
部
落
に 

あ
る
親
神
社
か
ら
、
子
神
社
と
し
て
上
之
古
田
に
あ
っ
た
も
の
を 

桜
園
に
移
神
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

白
石
部
落
移
住
記
念
の
歌 

 
 
 
 
 

（
共
作
） 

 

一 

右
手
に
ひ
た
い
の
汗
を
ふ
き 

左
手
に
高
き
幸
じ
ょ
う
の 

希
望
の
光
仰
ぎ
つ
つ 

雄
々
し
く
建
て
る
わ
が
郷
の 

古
き
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば 

わ
れ
等
健
児
の
胸
躍
る 

 

二 

あ
あ
い
く
年
か
そ
の
む
か
し 

壮
志
を
抱
い
て
は
る
ば
る
と 

南
の
島
よ
り
移
り
来
し 

そ
の
勢
も
消
え
失
せ
て 

安
逸
遊
怠
の
日
暮
に 

悲
弊
は
極
に
達
し
た
り 

                          

三 

か
く
て
は
止
ま
じ
と
若
人
が 

奪
気
精
励
白
石
の 

国
有
の
林
切
り
拓
き 

永
住
の
土
地
と
定
め
た
り 

草
ぼ
う
ぼ
う
の
荒
野
原 

今
は
肥
よ
く
の
畑
な
り
ぬ 

 

四 

わ
れ
等
が
愛
す
る
こ
の
郷
は 

 
 

生
活
改
善
第
一
に 

 
 

高
雅
善
美
を
的
と
し
て 

 
 

腹
か
ら
協
力
一
に
し
て 

 
 
 

い
で
や
建
ら
ん
理
想
郷 

 
 

い
で
や
建
ら
ん
理
想
郷 
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佐
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木
義
寛 


